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益
頭
家
の
ル
ー
ツ
は
武
田
武
士

　
幕
末
期
、
江
戸
幕
府
は
ア
メ

リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
二
回
、

使
節
団
を
派
遣
。
そ
の
二
回
の

使
節
団
両
方
に
同
行
し
た
の
が
、

益
頭
駿
次
郎
尚ひ

さ
と
し俊

で
し
た
。
駿

次
郎
の
祖
先
、
早
川
権
右
衛
門

は
、
家
康
に
敗
れ
る
ま
で
田
中

城
を
守
っ
て
い
た
甲
斐
武
田
氏

の
武
士
で
、
落
城
後
は
落
人
と

そ
こ
知
り

志
太物

語
し
て
百
姓
と
な
り
大
村
新
田
を

開
墾
。
七し

ち
し
ゃ社

神
社
は
開
墾
し
た

落
人
七
人
を
祀
っ
た
も
の
で
す
。

父
尚ひ

さ
ふ
さ房

は
大
名
格
の
惣

そ
う
ろ
く
け
ん
ぎ
ょ
う

録
検
校

　
駿
次
郎
の
父
、
尚
房
は
寛
政
十

年（
一
七
九
八
）焼
津
市
大
村
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
五
歳
の
時
失
明

し
、
十
七
歳
で
上
京
。
江
戸
で
鍼し

ん

灸き
ゅ
う・

按あ
ん
ま摩

・
歌
道
・
茶
道
等
の
修

行
を
積
み
、
二
十
九
歳
で
検
校
に

昇
進
。
昇
進
に
は
千
両
の
納
付
金

を
収
め
た
と
言
わ
れ
、
四
十
歳
で

検
校
の
統
括
官
で
あ
る
惣
録
検

校
に
就
任
、
益
頭
検
校
を
名
乗
り

用よ

う

し

ん

い

ん

心
院
に
益
頭
家
と
駿
次
郎
の
墓

遣け

ん

べ

い米
・
遣け

ん

お

う欧
使
節
団
に
参
加

定
組
頭
支
配
普
請
役
と
し
て
、遣

米
使
節
団
に
参
加
し
ま
し
た
。滞

米
中
、使
節
団
監
察
役
の
小お

ぐ
り
た
だ

栗
忠

順ま
さ

の
通
貨
換
金
規
準
の
改
正
交

渉
で
は
、
駿
次
郎
の
ソ
ロ
バ
ン

と
計
算
能
力
が
力
を
発
揮
し
ま

し
た
。
そ
の
二
年
後
、
文
久
遣

欧
使
節
団
の
内
、
二
度
目
の
派

遣
は
川
崎
道ど

う
み
ん民

と
佐
野
鼎か

な
え、

駿

次
郎
の
三
人
だ
け
で
し
た
。

　
駿
次
郎
は「
亜あ

こ
う行

航
海
日
記
」

と「
欧
行
記
」を
遺の

こ

し
ま
し
た
。

父
の
故
郷
焼
津
に
も
滞
在

　
そ
の
後
、
製
鉄
所
奉
行
と
し

ま
し
た
。

計
算
能
力
活
か
し
使
節
団
参
加

　
駿
次
郎
は
文
政
三
年

（
一
八
二
○
）年（
諸
説
あ
り
）に

尚
房
の
次
男
と
し
て
江
戸
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
江
戸
幕
府
の
幕

臣
と
な
り
勘
定
方
に
所
属
。
高

い
計
算
能
力
で
難
解
な
高
等
数

学
も
理
解
出
来
た
駿
次
郎
は
、万ま

ん

延え
ん

元
年（
一
八
六
○
）、幕
府
の
勘

人
を
繋
ぐ バ
ト
ン

志
太

リ
レ
ー

藤
枝
に
染
ま
る
ひ
と
と
き

志
太
新
名
物
探
訪

幕
末
に
渡
米
渡
欧
の
益ま

し

頭ず

駿し
ゅ
ん

次じ

郎ろ

う

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
自
分
が
造
っ
た
お
酒
で
は
な

く
、
自
分
自
身
が
選
ば
れ
た
こ

と
に
た
だ
た
だ
恐
縮
し
て
い
ま

す
。
お
酒
造
り
に
携
わ
る
よ
う

に
な
っ
て
六
十
年
近
い
歳
月
が

経
ち
ま
す
が
、
過
去
に
選
ば
れ

た
諸
先
輩
を
存
じ
上
げ
て
い
ま

す
が
、
自
分
は
ま
だ
ま
だ
だ
と

い
う
気
持
ち
で
す
。

　
杜
氏
に
な
っ
て
四
十
五
年
。

静
岡
に
来
て
河
村
伝
兵
衛
さ
ん

と
出
会
い
、
磯
自
慢
に
出
会
い
、

新
し
い
酒
造
り
に
挑
戦
し
続
け

て
き
た
こ
と
が
今
回
の
選
出
に

つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

杜
氏
と
し
て
心
掛
け
て
い
る
事

　
ま
ず
は
、
酒
造
り
は
「
洗
い

に
始
ま
り
、
洗
い
に
終
わ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
米
の
洗
い

は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
酒
造
り

に
関
わ
る
全
て
の
道
具
を
き
れ

い
に
洗
い
ま
す
。
絞
り
の
袋
な

ど
は
半
月
前
か
ら
毎
日
洗
い
ま

す
。
磯
自
慢
の
お
酒
は
、
こ
う

し
た
洗
い
か
ら
研
ぎ
澄
ま
さ
れ

た
味
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
特

に
お
酒
造
り
の
要
で
あ
る
麹
づ

く
り
は
時
間
を
か
け
て
薄
く
広

げ
た
お
米
に
至
近
距
離
か
ら
少

量
ず
つ
麹
菌
を
振
り
か
け
、
長

い
時
間
を
か
け
て
育
て
る
の
が

自
分
流
の
や
り
方
で
す
。

お
酒
造
り
の
基
本
は

　
お
酒
造
り
は
、
杜
氏
一
人
で

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
技
術
力
や
設
備
が
整
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ

る
チ
ー
ム
力
が
大
切
で
す
。
そ

し
て
、
良
い
お
酒
を
造
ろ
う
と

い
う
蔵く
ら
び
と人
の
意
識
と
お
互
い
を

信
頼
す
る
和
の
力
が
自
然
と
お

酒
に
伝
わ
り
、
角
の
と
れ
た
ま

ろ
や
か
な
お
酒
に
育
っ
て
い
き

ま
す
。
蔵
全
体
の
親
和
力
が
試

さ
れ
る
の
が
酒
造
り
で
す
。

目
指
す
の
お
酒
と
は
?

　
透
明
感
が
あ
っ
て
、
す
っ
き

り
し
た
飲
み
口
の
喉
越
し
の
い

い
酒
で
す
。
そ
し
て
料
理
の
味

を
引
き
立
て
な
が
ら
も
淡
雪
の

よ
う
に
消
え
て
い
く
酒
を
造
っ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
い
ま
ま
で
は
自
分
の
酒
造
り

に
こ
だ
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、

今
は
皆
で
一
緒
に
造
る
成
長
し

続
け
る
酒
造
り
が
目
標
で
す
。

二
〇
二
〇
年
度「
現
代
の
名
工
」に

各
分
野
で
卓
越
し
た
技
能
者
に
贈
ら
れ
る

多た

田だ 

信
男

磯い
そ
じ
ま
ん

自
慢
酒
造
㈱
杜と

う
じ氏 ▲用心院

▲七社神社

▲益頭駿次郎の案内板

▲用心院の益頭家の墓

▲駿次郎の墓

　
藤
枝
市
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

薬
用
入
浴
剤
「
藤
枝
に
染

ま
る
ひ
と
と
き
」
が
、
昨

年
十
一
月
発
売
さ
れ
ま
し

た
。
藤
枝
市
広
報
課
の
職

員
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ

イ
ン
を
手
掛
け
、
商
品
名

も
「
藤
の
里
の
湯
」
か
ら

「
藤
枝
に
染
ま
る
ひ
と

と
き
」
と
な
り
ま
し
た
。

　
一
九
九
二
年
に
藤
枝
に
工
場

を
持
つ
㈱
ツ
ム
ラ
と
共
同
企
画

し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
現
在
は

㈱
バ
ス
ク
リ
ン
で
製
造
さ
れ
て

い
ま
す
。
優
雅
で
穏
や
か
な
香

り
で
乳
紫
色
の
湯
色
は
藤
の
花

に
包
ま
れ
る
雰
囲
気
を
感
じ
ら

れ
ま
す
。
一
箱
五
包
入
り
で
税

込
み
四
百
十
円
。
市
観
光
案
内

所
、
玉
露
の
里
、
物
産
館
か
し

ば
や
、
藤
枝
市
役
所
南
館
の
商

業
観
光
課
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

て
横
須
賀
製
鉄
所
等
の
建
設
に

関
わ
り
、
明
治
元
年
に
は
勘
定
方

百
五
十
俵
の
禄
を
受
け
ま
し
た
が
、

明
治
維
新
で
徳
川
家
宗
家
は
駿
河

に
転
封
。
駿
次
郎
も
駿
府
に
移
住

し
、
明
治
二
年
駿
河
藩
府
中
奉
行

支
配
割
付
、
駿
府
藩
郡
政
掛
と
し

て
勤
務
。
明
治
九
年
福
岡
県
十

等
出し

ゅ
っ
し仕

ま
で
焼
津
市
大
村
新
田
に

住
み
ま
し
た
。
そ
の
後
、
福
岡
県

か
ら
東
京
に
戻
り
、
明
治
三
十
三

年
、
東
京
で
死
去
。
墓
は
東
京
の

泉せ
ん
が
く
じ

岳
寺
と
焼
津
市
大
村
の
用
心
院

に
あ
り
、
用
心
院
の
近
く
に
は
父

の
検
校
屋
敷
跡
が
昭
和
期
ま
で

あ
り
ま
し
た
。
用
心
院
／
大
村

二
―
二
一
―
四（
小
嶋
良
之
）
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●
お
う
ち
時
間
を
楽
し
く
過
ご
す
工
夫
な
ど 
８

●
コ
ロ
ナ
情
報
（
対
策
、
知
識
、
志
太
の
現
状
） 

８

●
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
店 

７

●
公
園
（
穴
場
、
珍
遊
具
、
孫
や
子
供
と
遊
ぶ
） 

６

●
お
花
見
絶
景
ポ
イ
ン
ト
、
桜
ま
つ
り
な
ど 

６

●
散
歩
・
ラ
ン
ニ
ン
グ
・
ハ
イ
キ
ン
グ 

６

●
簡
単
健
康
体
操
、
楽
し
い
運
動
（
自
宅
で
） 

６

●
ホ
ワ
イ
ト
デ
ー
特
集 

３

●
食
レ
ポ 

３

●
カ
フ
ェ
、
ラ
ン
チ
店 

３

●
志
太
・
県
内
の
蔵
元
シ
リ
ー
ズ 

３

●
コ
ロ
ナ
禍
で
も
楽
し
め
る
所
・
穴
場 

３

●
マ
ス
ク
特
集
（
柄
物
の
マ
ス
ク
） 

３

● 

美
味
し
い
お
店
・
品
、
近
く
に
あ
っ
て
も
知
ら
な

い
事
が
多
い
で
す
。是
非
紹
介
し
て
下
さ
い
。も
っ

と
！
も
っ
と
！ 

● 

毎
回
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
朝
は
ゆ
っ
く
り
読

ん
で
い
ら
れ
な
い
の
で
、
帰
宅
し
て
か
ら
楽
し
み

に
読
ん
で
い
ま
す
。
パ
ン
や
ケ
ー
キ
の
情
報
の
時

は
保
存
し
、
買
い
に
行
っ
た
り
し
ま
す
。

● 

歴
史
や
文
化
財
の
紹
介
が
楽
し
み
で
す
。
そ
の
情

報
で
よ
く
出
か
け
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
身
近
な
文

化
財
や
歴
史
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
。

● 

読
ん
で
見
て
遊
べ
て 

む
る
ぶ
が
届
く
の
を
毎
号
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。
出
き
れ
ば
プ
レ
ゼ
ン
ト
を

も
っ
と
増
し
て
頂
き
た
く
思
い
ま
す
。

● 

地
元
の
事
件
簿
を
見
て
地
域
で
こ
ん
な
に
事
件
が

起
き
て
い
る
の
か
と
改
め
て
知
り
怖
く
な
り
ま
す
。

● 

今
月
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
に
色
々
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト

菓
子
が 

と
て
も
参
考
に
な
り
良
か
っ
た
で
す
。

● 

今
月
号
のKADO

DE
　O

O
IGAW

A

も
行
っ
て

み
ま
し
た
。
あ
ら
か
じ
め
む
る
ぶ
で
見
て
い
た
の

で
、
無
駄
な
く
楽
し
め
ま
し
た
。

● 

前
回
当
選
し
た
図
書
カ
ー
ド
は
子
供
の
参
考
書
購

入
に
役
立
ち
ま
し
た
。 

● 

先
日
は
笑
福
の
湯
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
。
む
る
ぶ

で
映
画
の
券
の
か
わ
り
に
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

久
々
に
ゆ
っ
た
り
の
ん
び
り
で
き
ま
し
た
。

● 

シ
ラ
ハ
タ
製
菓
の
黄
金
ま
ん
じ
ゅ
う
や
神
谷
製
餡

所
の
た
い
焼
き
は
よ
く
買
っ
て
食
べ
て
い
ま
す
。

焼
津
黒
潮
た
い
焼
き
の
カ
ツ
オ
の
ツ
ナ
サ
ラ
ダ
が

食
べ
て
み
た
い
で
す
。 

● 

休
日
救
急
医
一
覧
が
役
に
立
ち
ま
す
。

● 

誌
面
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
も
内
容
も
こ
の
く
ら
い
が
、

ベ
ス
ト
か
な
。

● 

和
風
の
バ
レ
ン
タ
イ
ン
も
い
い
で
す
ね
。

● 

週
末
に
は
必
ず
日
帰
り
温
泉
に
行
っ
て
い
ま
す
。

温
泉
情
報
も
お
願
い
し
ま
す
。

テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
て
ほ
し
い
も
の

ご
意
見
・
ご
感
想

２
月
号
読
者
の
声
よ
り

前回、２０２０年１２月号で「藤枝・稲葉地区北部を歩く」を特集しました。今回は、稲葉地区南部編です。かつて稲葉
地区の自治会が発行した「わがまち稲葉ガイドマップ」を参考に、比較的わかりやすい場所にある史跡を中心に紹介しま
した。紹介した史跡の場所の大半には、社会福祉協議会や町内会が建てた案内板が設置されています。

（資料提供／稲葉地区交流センター）

寺
て ら じ ま

島河川敷公園①
瀬戸川の赤坂橋を挟んだ
河川敷を利用した面積約２
ヘクタールの大型公園です。
上流部が公園、下流部がグ
ラウンドとなっていて、春夏
は川遊びで賑わいます。

慈
じ こ う

光院⑬
昔、谷稲 葉に住んでいた
正
しょうぎまちさんじょうさねもち

親町三條実望公が享
きょうろく

禄
３年（1531） に亡くなり、
その菩提を弔うため建立さ
れました。慈光院は、正親
町三條実望公の法

ほうみょう

名です。

八兵衛さんの供養塔	⑤
以前は更に上流にあり明
治15年頃に堤防改築で現
在の堤防地内に移転、昭和
12年に再建しました。石碑
には「紀伊國川中嶋小長
八兵衛」と刻まれています。

弘
こ う ぼ う ぶ ち

法渕②
弘法大師が諸国を巡った
折、堀之内庄

しょうがはら

ヶ原（塩
しおがはら

ヶ原）
で喉の渇きを癒しました。そ
の時、この地が水に困るこ
とがないようにと祈祷し以
後、この地には水飢饉がな
くなったのです。ある時、代
官がそれはお大師様の徳
の現れだとして村人たちと
弘法大師の尊像を刻み、大
切に祀っています。

川中島八兵衛尊⑭
八兵衛さんは、良薬を病人
に与え助け人々から弘法
大師の再来といわれました。
志太地域には81カ所に碑
があり、この碑は、昭和60
年に再建されました。

子安観音⑥
平成６年、堀之内の谷下えき
さんによって瀬戸川河原で
発見され、堤防に祀られてい
ます。上流にあった石仏かも
しれません。毎年隣組で供養
されています。

立
た て い わ ぶ ち

岩淵と宗
む な か た さ ん め が み

像三女神③
ある時、この立岩淵に東か
ら心霊者が訪れ「水神がこ
の辺りの地中に埋まってい
る」と告げたので、村人が祠

ほこら

を建てました。その祭神を
「宗像三女神」と言います。

谷
や い な ば

稲葉神社⑮
大正４年に飯

いいずみ

積神社と津
島神社が合

ご う し

祀されて、現在
地に移転し、谷稲葉神社と
改称して現在に至っていま
す。祭神は、木

こ の は な さ く や ひ め

花咲耶姫と
倉
うかのみたまのみこと

稲魂命です。

道
ど う そ

祖の庭（語らいの石庭）⑦
平成23年 石 彫 家 杉 村 孝
氏により道行く人々の安
全と健 康を願い、人間の

「五
ご ぞ う ろ っ ぷ

臓六腑」をイメージした
庭です。中心の石は心臓で
緑は生

しょうやく

薬を意味しています。

心
し ん が く

岳寺・弁
べ ん て ん

天・龍
りゅうじん

神の祠
ほこら

⑯
心岳寺は永

えいしょう

正元年（1504）
三條内大臣実望公の母を
開
か い き

基に曹洞宗寺院として
創設されました。永

えいろく

禄元年
（1558）実望の母が没する
と、後世の人々はその墓地
を「弁天の祠」と呼びました。
東光寺村境の茶

ちゃだに

谷の段に
出没する大蛇が変身した女
を谷稲葉村の猟師が鉄砲で
殺し、近くの川が３年にわた
り白濁。後

こうなん

難を恐れた村人
たちが大蛇の骨を拾い集め、
心岳寺に葬り祀ったのが「龍
神の祠」といわれています。

馬
ば と う

頭観音⑧
堀之内下新屋地内の堤防
に祀られています。馬は人
間に一番近い存在で農耕
や運送馬として大事にされ、
水害や病気でなくなった馬
を供養したと思われます。

堀之内神社と矢崎延命地蔵尊④
堀之内神社は明治22年、
東海道線が敷設された折
に立岩地区から多くの石
材が切り出され、その石切
り場跡に創設されました。
そして大 正年代、高 草 地
区にあった「多

た ど

度神社」と
萬
まんぞうした

蔵下の「津島神社」が合
祀されました。境内入口には

「矢崎延命地蔵尊」 が祀ら
れています。

北
き た む き

向地蔵尊⑨
その昔、度々の洪水に見舞
われたため、村人が田

た ん ぼ

圃の
中に地蔵尊を祀って水害か
ら逃れようと建立したとい
われています。なぜ北向きな
のかは不明です。

龍
りゅううん

雲寺の石仏⑪
この地域では珍しい六

ろくめんざる

面猿
の庚

こうしんとう

申塔、如
に ょ い り ん

意輪観音など
の石仏があります。隣のお堂
にかつて向かいの虚

こ く ぞ う や ま

空蔵山
の中腹にあった虚空蔵尊の
石像が祀られています。

堂
ど う

の前地蔵⑩
「 新 編 駿

す る が の く に ふ ど き

河 国 風 土 記 」
で は、豊 臣 秀 吉 の 家 臣
服
は っ と り ぶ だ ゆ う

部武太夫が建立したと
伝えられていますが定かで
はありません。地域では堂
の前地蔵と呼んでいます。

東
と う こ く

國寺の庭と石仏⑫
東國寺の参道にある枯

かれさんすい

山水
の牧

ぼくぎゅう

球の庭（心を開く庭）
は、昭和58年、藤枝の石彫
家杉村孝氏により作られま
した。禅宗の教えで用いられ
る「十

じゅうぎゅう

牛の図」をもとに創作
されたもので、石が孕

はら

み生ま
れ蘇生し球の完成に近づき、
また孕む輪

りんねてんしょう

廻転生をも意味
している石庭です。また、本
堂の横にある大

おおにわ

庭の地蔵
尊は、信者である藤枝宿の
旧家・梅島家が天保時代に
一族の病気平

へ い ゆ

癒のお礼に
建立したといわれます。

藤枝・稲葉地区南部藤枝・稲葉地区南部をを歩く歩く

国
道
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⑯心岳寺・弁天・龍神の祠

②弘法渕

①寺島河川敷公園

⑤八兵衛さんの供養塔

⑥子安観音

⑦道祖の庭 ⑧馬頭観音

⑨北向地蔵尊

⑩堂の前地蔵

⑪龍雲寺の石仏

⑫東國寺の庭と石仏

⑮谷稲葉神社

⑭川中島八兵衛尊

⑬慈光院

③立岩淵と宗像三女神

④堀之内神社と矢崎延命地蔵尊

谷稲葉ＩＣ
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「オンライン校正」してみませんか
icom information006発行!
　共立アイコムでは、お客様にオンライン校正をす
すめています。コロナ禍で紙の校正のやり取りをする
ことも大変です。普通にネッワーク環境があれば、パ
ソコンやiPadで校正の赤字をダイレクトに指示し、デ
ジタル検査で、簡単に間違いや修正確認をすること
が可能です。テレワークや出先でも校正が出来るほ
か、専用ソフトなども不要なため誰でも簡単に導入
できるのが特徴です。
お問合せは、icom-contact@kpnet.co.jpまで。

編 集長 後 記

むるぶ 検 索 ・むるぶ Fa ce b o o k

月刊むるぶ編集部
054-635-4651

共立アイコム	 054-635-4651
薮崎新聞店	 054-629-2002	
長倉新聞店	 054-629-1220
塩川新聞舗	 054-629-2055
土井新聞店	 054-622-0632
大井川新聞販売	 054-662-2211

江﨑新聞店	 054-641-0537	
薮崎新聞店・育伸社	 054-641-0053
いけたに新聞店	 054-643-1000
太田新聞店	 054-667-0117

１，クイズの答え
２，今月号で行ってみたいお店、食べてみたいもの
３，今月号で参考になった記事
４，テーマに取り上げてほしいもの
５，あなたがお薦めの入浴剤は？（種類問わず）
６，ご希望のプレゼント券（上記のどれか）
７，その他、ご意見ご感想など

◆ご応募について
１，ハガキ、ＦＡＸ、メールでお願いします。
２，あなたのお名前、郵便番号、ご住所、電話番号、
年代、職業を忘れずにご記入下さい。

３，当選者の発表は、プレゼントの発送をもって代
えさせて頂きますのでご了承下さい。

４，アンケートにもお答え下さい。
■先月の答えは 誉富士 でした。
◆応募先
426-0041  藤枝市高柳1丁目17-23 ㈱共立アイコム内
むるぶ編集部プレゼント係
ＦＡＸ ０５４－６３５－４５７６
メール murubu@kpnet.co.jp

◆締め切り　3月5日㊎
　　　　　   （当日消印有効）ＦＡＸ・メール必着

益頭駿次郎の渡米は何年は？

　〇〇〇年（漢字3文字）

◆今月の記事からクイズ

　官製はがき（FAX・メール可）に答えをお書き頂
き、アンケートにもお答え下さい。正解者の中から
抽選で、「藤枝シネ・プレーゴの映画招待券（3D不
可）」、「焼津笑福の湯ご招待券」「図書カード
（500円分）」をプレゼントします。

*プレゼントの応募を通じてお客様からご提供いただきました個人情
報は、本プレゼントの運営及びむるぶからのお知らせ等の目的以外
で使用することはありません。

映画・入浴券

図書カード

おハガキで応募の方、お名前などを忘れずに！

磯自慢が北海道洞爺湖サミットの乾杯酒に選ばれた翌年
か翌々年、あるお店で小グラス一杯千円の特別な磯自慢
を戴いたことがあります。確かにすっきり感が際立ったお
酒でした。入浴剤の「藤枝に染まるひととき」。県外の
知人友人たちへのプレゼントとして使っています。評判
は上々で、香りも湯色も気に入っています。（小嶋良之）

広告のご相談お申し込み
054-641-2140
藤枝オリコミピーアール

054-635-4651
共立アイコム 〒426-0041　藤枝市高柳 1丁目17-23（共立アイコム内）

ホームページも
ごらん下さい。 http://honnmachi.com/http://honnmachi.com/

営業時間／AM8：30～PM6：30（土曜日はPM5：00まで）
定休日／日曜日･祝日　駐車場／隣に4台分ございます。

ほんまち薬局
藤枝市藤枝5-6-35

千歳商店街 ☎054-644-5829 旧国道1号線

旧道

杉本モータース
●●市役所南館

店
苗
種
木
高
●

★

藤枝　　
市役所●

藤枝商工
会議所●

●パチンコ

当店

眠くなりにくい、口が乾かない鼻炎薬
新入生、新入社員もこれでスッキリ



3月の休日緊急医

小児科
・

5

7日（日）

〈内〉なお消化器内科
クリニック（高洲一）

�634･1825
〈内・小〉大持医院
（藤枝五）
�641･0651

吉田医院
（焼津市利右衛門）

�622･0108

14日（日）

〈内・小〉櫻井医院
（焼津市上新田）
�622･0122
〈内〉高橋医院
（下青島）
�647･0370

たぬま街道整形外科
（大新島）
�634･1110

20日（祝）

〈小〉高洲早川クリニック
（与左衛門）
�636･0021

〈内〉ハラダ城南医院
（田中三）

�647･1234

ほしのクリニック
（岡部町内谷）
�667･0100

〈内〉ほしのクリニック
（岡部町内谷）
�667･0100

21日（日）

〈内〉水上内科クリニック
（高柳二）
�634･1200

〈内・小〉入交医院
（大手二）
�641･0135

しまづ整形外科
（高柳二）
�634･0888

28日（日）

〈内〉鈴木循環器クリニック
（高柳四）
�634･3131

〈内・小〉板倉医院
（田沼四）

�636･0881

高松整形外科
（岡出山三）
�643･2378

〈内・小〉柴田医院
（藤枝四）
�641･0127

7日（日）

藤枝あおば耳鼻咽喉科
（末広一）
�634･1331

〈精・心〉すだ医院
（築地）

�646･8811

小川眼科医院
（本町二）
�641･0160

モチヅキおかべ歯科クリニック
（岡部町内谷）
�648･0071

14日（日）

やいづ６丁目耳鼻咽喉科
（焼津市焼津六）

�620･6001
〈皮〉奥皮フ科医院
（駅前三）
�646･0934
陽だまり佐野歯科
（八幡）

�646･4500

20日（祝）

藤枝診療所
（高洲）

�635･8749

原歯科医院
（大洲二）
�636･1900

21日（日）

吉田耳鼻咽喉科医院
（焼津市下小田）
�623･1187

滝本歯科口腔外科クリニック
（五十海四）
�647･6600

28日（日）

ふじえだ耳鼻科
（上藪田）

�648･1000

あきやま歯科クリニック
（小石川町一）
�641･7020


